
第 25号

　

吉
嗣
梅
仙
は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
半
ば
に
か
け
て
、

お
よ
そ
60
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
精
力
的
に
活
動
し
て
い

た
こ
と
が
、
太
宰
府
近
郊
や
嘉
麻
地
域
の
神
社
な
ど
に
多
く

残
る
絵
馬
か
ら
知
ら
れ
ま
す
。
絵
馬
で
は
鮮
や
か
で
迫
力
あ

る
歴
史
人
物
画
を
描
き
、
掛
幅
で
も
歴
史
や
神
話
を
題
材
と

し
た
作
品
を
描
く
一
方
で
、
本
作
品
の
よ
う
な
穏
や
か
な
雰

囲
気
の
山
水
図
や
花
卉
図
、
恵
比
寿
大
黒
図
な
ど
も
あ
り
、

需も
と

め
に
応
じ
て
多
彩
に
腕
を
揮ふ

る

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　

掛
幅
を
床
の
間
で
鑑
賞
す
る
機
会
は
す
っ
か
り
減
り
、
現
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幹
を
し
な
ら
せ
て
伸
ば
す
１
本
の
松
と
、
白
い
花
を
咲
か

せ
る
２
本
の
梅
。
岩
肌
に
は
笹
が
あ
り
、
山
あ
い
に
は
ほ
ん

の
り
と
紅
色
を
帯
び
た
雲
が
漂
っ
て
い
ま
す
。
鶴
が
飛
来
し
、

波
の
上
に
は
尾
の
伸
び
た
霊れ

い

亀き

ま
で
も
が
描
か
れ
て
、
ま
さ

に
め
で
た
尽
く
し
の
図
様
で
す
。

　

蓬
莱
山
は
、
中
国
の
東
方
の
海
上
に
あ
っ
て
、
不
老
不
死

の
仙
人
が
住
む
と
い
う
神し

ん

山ざ
ん

で
す
。
遠
く
か
ら
望
む
と
蜃し

ん

気き

楼ろ
う

の
よ
う
に
見
え
、
俗
人
が
近
づ
こ
う
と
す
る
と
風
に
引
き

戻
さ
れ
て
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
い
ま
す
。
秦

の
始
皇
帝
が
徐じ

ょ

福ふ
く

を
遣つ

か

わ
し
て
こ
の
山
を
探
さ
せ
た
と
い
う

伝
説
は
有
名
で
す
。
日
本
で
は
霊
山
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
富
士

山
の
異
称
に
も
な
り
、
餅
や
伊
勢
海
老
な
ど
の
縁
起
物
を

盛
っ
た
床と

こ

飾か
ざ

り
を
蓬
莱
と
呼
ん
だ
り
も
し
ま
す
。
詩
書
画
に

お
い
て
も
縁
起
の
良
い
主
題
と
し
て
好
ま
れ
ま
す
が
、
絵
画

で
蓬
莱
山
図
を
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
高
く
そ
び
え
る
山

に
松
竹
梅
と
鶴
亀
が
あ
り
、
そ
れ
が
海
（
波
）
と
と
も
に
描

か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
海
の
代
わ
り
に
巨
大
な
亀
の
背
に

山
が
乗
る
図
柄
で
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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代
の
生
活
で
掛
幅
は
も
っ
ぱ
ら
美

術
館
で
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
と
な
り

ま
し
た
が
、
季
節
ご
と
の
風
情
を

増
す
た
め
に
掛
け
替
え
ら
れ
、
ま

た
長
寿
や
出
世
、
商
売
繁
盛
な
ど

の
願
い
や
祝
意
が
込
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
つ
い
て
思
い
を
廻
ら
せ

て
み
る
と
、
個
々
の
作
品
の
魅
力

は
よ
り
深
ま
る
で
し
ょ
う
。

　

画
面
の
右
上
に
は
高
々
と
「
己

丑
春
日
写　

七
十
三
翁　

楳
僲

（
梅
仙
）」
と
墨
書
さ
れ
ま
す
。
す

で
に
古
希
を
過
ぎ
た
梅
仙
の
、
さ

ら
な
る
長
寿
を
願
う
思
い
も
感
じ

ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
井
形
栄
子
）



第 25号

上
じ
ょ
う

官か

ん

周
し
ゅ
う

の
模
本

　
　

　
　

古
画
の
写
し

　

吉
嗣
家
に
は
落
款
、
印
章
の
そ

な
わ
っ
た
書
画
の
ほ
か
に
、
完
成

作
品
未
満
の
多
様
な
書
や
画
、
拝

山
の
手
控
帳
の
類
も
つ
た
わ
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
は
多
数
の
古
画

が
写
さ
れ
て
お
り
、
中
国
の
錚そ

う

々そ
う

た
る
人
名
も
散
見
し
ま
す
。
原
画

の
形
状
は
掛
幅
や
画
帖
、
画
題
は

山
水
図
、
墨ぼ

く

蘭ら
ん

図ず

や
芦ろ

雁が
ん

図ず

な
ど
、

し
ば
し
ば
詩
を
と
も
な
っ
て
、
い

か
に
も
文
人
の
作
と
お
も
わ
せ
る

も
の
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い

ま
す
。

　
　

写
さ
れ
た
古
画

　

こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
古
画
の

写
し
の
な
か
で
も
珍
し
い
一
例
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
画
題
は
ま
だ
確

定
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
「
こ
の
模

本
」
と
呼
び
ま
す
。

　

こ
の
模
本
は
横
に
長
く
、
画
面

は
大
き
な
川
に
せ
り
出
す
よ
う
に

そ
そ
り
立
つ
崖
に
は
じ
ま
り
ま
す
。

川
面
に
は
水
流
の
激
し
さ
を
あ
ら

わ
す
波
頭
も
え
が
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
川
に
沿
っ
た
道
の
傍
ら
、
や

や
小
高
い
場
所
に
上
方
を
見
あ
げ

て
談
笑
す
る
人
々
が
あ
り
、
道
の
さ
き
に
は

楽
し
げ
な
騎
馬
の
人
々
が
い
ま
す
。
そ
の
場

景
と
人
物
の
表
情
や
所
作
か
ら
特
定
の
出
来

事
を
え
が
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
が
何
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

人
物
も
植
物
も
水
波
も
柔
軟
な
墨
線
で
象

か
た
ど

り
、
草
木
の
一
部
に
は
墨
、
衣
や
樹
木
の
一

部
に
は
淡
彩
を
ほ
ど
こ
し
て
い
ま
す
。

　

種
々
の
植
物
を
え
が
き
わ
け
る
巧
み
さ
、

人
物
描
写
の
的
確
さ
か
ら
原
画
は
優
れ
た
作

品
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

制
作
し
た
画
家

　

こ
の
模
本
の
末
尾
に
は
、
墨
書
「
辛
亥
秋

日
上
官
周
写
」
と
、
朱
書
き
の
印
章
が
あ
り

ま
す
。上
官
周
は
清
朝
中
期
の
在
野
の
画
家
、

書
画
に
長
じ
、
山
水
図
や
人
物
図
を
得
意
と

し
、
歴
史
的
著
名
人
の
肖
像
集
『
晩ば

ん

笑
し
ょ
う

堂ど
う

画が

傳で
ん

』
を
刊
行
し
て
い
ま
す
（
新
潮
世
界
美
術

辞
典
）。
日
本
の
江
戸
時
代
の
記
録
に
も
上
官

周
の
名
や
そ
の
作
品
名
は
み
い
だ
さ
れ
、
か

の
頼ら

い

山さ
ん

陽よ
う

が
上
官
周
筆
柳
港
晩
景
図
の
入
手

を
望
ん
だ
こ
と
も
知
ら
れ
ま
す
（
頼
山
陽
書
翰

集
）。

　

た
だ
し
、
中
国
の
画
家
伝
や
日
本
の
記
録

を
み
る
か
ぎ
り
で
は
（
国こ
く

朝
ち
ょ
う

畫が

徴
ち
ょ
う

録ろ
く

、
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）、
こ
の
模
本

の
原
画
は
上
官
周
の
作
品
の
な
か
で
は
異
色

の
作
と
お
も
わ
れ
ま
す
。

　
　
　

写
し
た
画
家

　

で
は
こ
の
模
本
を
つ
く
っ
た
の
は
誰
で

し
ょ
う
。
風
俗
図
の
よ
う
な
そ
の
図
様
は

拝
山
の
父
梅
仙
の
好
み
に
近
い
と
お
も
い

ま
す
。
し
か
し
朱
印
を
朱
線
で
写
し
と
る

例
は
拝
山
に
あ
り
、
日
本
の
文
人
た
ち
の

上
官
周
へ
の
関
心
か
ら
も
、
こ
の
模
本
が

拝
山
の
手
に
な
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
古
画
の
写
し
は
、
も
と
の

画
と
こ
れ
を
写
し
た
画
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、

ま
た
両
者
を
む
す
ぶ
道
筋
に
も
幾
多
の
問

題
が
ひ
そ
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
考
察
は
画

と
画
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
模
本
の
場

合
は
吉
嗣
家
や
当
時
の
文
人
た
ち
の
活
動

の
よ
り
深
い
理
解
を
も
齎

も
た
ら
す
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
林
法
子
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

部分図
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第 25号

え
が
あ
り
、
担
い
棒
に
下
が
っ
て
い
る
の
は

大
き
な
鯛
と
二ふ

た

股ま
た

大だ
い

根こ
ん

（
豊
穣
や
男
女
和
合
の

縁
起
物
）
で
す
。
舟
に
は
小
さ
な
松
飾
り
も
描

か
れ
て
い
て
、
正
月
を
寿

こ
と
ほ

ぐ
主
題
と
わ
か
り

ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
舟
の
左
上
を
見
上
げ

る
と
、
遠
く
の
空
を
飛
び
行
く
鳥
の
群
れ
が

あ
り
、
た
そ
が
れ
に
向
か
っ
て
進
む
舟
に
は

一
抹
の
さ
み
し
さ
も
感
じ
ま
す
。

　

水
気
を
含
ん
だ
筆
で
さ
っ
と
描
か
れ
た
松

飾
り
の
あ
る
小
舟
や
、
歳
の
市
で
担
い
棒
に

魚
を
を
下
げ
て
売
り
歩
く
人
物
な
ど
、
齋
藤

秋
圃
70
歳
作
の
《
十
二
か
月
風
俗
図
絵
巻
》

（
九
州
歴
史
資
料
館
所
蔵
）
に
よ
く
似
た
モ
チ
ー

フ
が
あ
り
、
小
柄
で
柔
和
な
雰
囲
気
を
か
も

す
人
物
や
、
た
ば
こ
の
煙
や
波
の
表
現
に
見

ら
れ
る
緩
急
の
あ
る
筆
づ
か
い
、
浅
い
斜
め

線
を
意
識
し
た
画
面
構
成
な
ど
は
、
い
ず
れ

も
秋
圃
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。

　

裏
面
に
は
「
秋
圃
」、「
梅
圃
蔵
」（
別
筆
）

と
い
う
墨
書
と
と
も
に
、「
秋
」
の
字
が
3

回
繰
り
返
し
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
下

描
き
に
し
た
作
品
が
で
き
あ
が
り
、
署
名
を

入
れ
る
前
に
試
し
書
き
を
し
た
の
か
と
も
想

像
さ
れ
ま
す
。
画
稿
と
い
え
ど
も
秋
圃
の
力

量
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
、
し
み
じ
み
と
し
た

味
わ
い
深
さ
を
感
じ
る
一
枚
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
井
形
栄
子
）

舟し
ゅ
う

行こ
う

図ず

　

船
頭
が
漕こ

ぎ
だ
し
た
小
舟
に
乗
る
ふ
た
り

の
男
性
。
船
首
に
腰
を
下
ろ
し
た
男
性
は
、

天て
ん

秤び
ん

の
荷
物
を
下
ろ
し
て
、
た
ば
こ
に
火
を

つ
け
ほ
っ
と
一
息
。
も
う
ひ
と
り
の
初
老
と

見
え
る
人
物
は
、
野
菜
と
魚
を
結
わ
え
た
担に

な

い
棒
を
か
つ
い
だ
ま
ま
で
、
杖
を
つ
い
て
立

っ
て
い
ま
す
。
や
れ
や
れ
間
に
合
っ
た
、
さ

て
腰
を
下
ろ
そ
う
か
の
、
と
い
っ
た
感
じ
で

し
ょ
う
か
。商
い
の
品
を
よ
く
見
て
み
る
と
、

天
秤
の
か
ご
に
は
松
、
梅
、
福
寿
草
の
鉢
植紙本墨画　30.8 × 45.8 ㎝

　

年
間
通
じ
多
く
の
人
で
賑
わ
う
太
宰
府
天

満
宮
参
道
を
一
本
東
に
外
れ
る
と
、
九
博
通

り
と
い
う
静
か
な
通
り
に
で
ま
す
。
こ
こ
に

位
置
す
る
の
が
鎌
倉
時
代
創
建
と
伝
わ
る
臨

済
宗
東
福
寺
派
の
光
明
寺
で
す
。
庭
園
は
昭

和
を
代
表
す
る
作
庭
家
重し

げ

森も
り

三み

玲れ
い

が
作
っ
た

も
の
で
、
県
指
定
文
化
財
に
も
な
っ
て
い
る

名
勝
で
す
。
光
明
寺
境
内
北
側
の
鐘
楼
の
隣

に
あ
る
の
が
無
準
堂
と
呼
ば
れ
る
建
物
で

す
。
光
明
寺
の
由
緒
と
関
わ
り
の
あ
る
南
宋

の
僧
無ぶ

準
し
ゅ
ん

師し

範ば
ん

を
祀
っ
た
も
の
で
、
中
に

は
寛か

ん

文ぶ
ん

５
年
（
１
６
６
５
）
に
作
ら
れ
た
渡と

唐と
う

天て
ん

神じ
ん

・
無
準
師
範･

鉄て
つ

牛
ぎ
ゅ
う

円え
ん

心し
ん

（
光
明
寺
開

祖
）
の
木
像
が

安
置
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
無
準

堂
に
は
吉
嗣

拝
山
が
書
い

た
扁
額
が
掲

げ
ら
れ
て
い

ま
す
。「
無
準

堂
」
と
い
う

文
字
に
青
い

塗
装
が
あ
り
、

落
款
か
ら
吉

嗣
拝
山
の
揮

毫
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
現
在
の
お

堂
は
昭
和
15
年
（
１
９
４
０
）
に
新
築
さ
れ
た

た
め
、
扁
額
は
拝
山
存
命
時
（
大
正
３
年
以
前
）

に
作
ら
れ
、
前
身
の
無
準
堂
に
掲
げ
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
前
身
建
物
の
詳
細

は
不
明
で
す
が
、
木
像
の
墨
書
か
ら
、
安
置

さ
れ
た
寛
文
５
年
当
初
か
ら
無
準
堂
は
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

　

明
治
期
以
降
、
吉
嗣
拝
山
や
鼓
山
が
催
す

展
覧
会
の
会
場
と
し
て
光
明
寺
（
当
時
は
威い

徳と
く

寺じ

）
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
文
人
の

作
品
が
集
ま
る
場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
扁
額
は
、
拝
山
と
光
明
寺
の
繋
が
り
を
示

す
貴
重
な
資
料
で
す
。（
木
村
純
也
）

光こ
う

明み
ょ
う

寺じ

無ぶ

準じ
ゅ
ん

堂ど
う

の
扁
額

無準堂外観

無準堂の扁額



第 25号

　
私
事
な
が
ら
今
年
は
年
男
。『
宰
府
画
報
』
を
は
じ

　
め
、
絵
師
調
査
事
業
を
ま
す
ま
す
盛
り
上
げ
て
い

　
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
木
）

　
２
０
２
５
年
に
25
号
と
な
っ
た
『
宰
府
画
報
』。

　
菅
原
道
真
公
ゆ
か
り
の
数
字
に
あ
や
か
っ
て
こ
れ

　
か
ら
も
充
実
し
た
紙
面
づ
く
り
を
し
た
い
と
思
っ　
　

　
て
い
ま
す
。（
井
）

生
没
年　
文
久
2
～
昭
和
18
（
１
８
６
１
～
１
９
４
３
）

関
係
者　
吉
嗣
鼓
山　
萱
島
秀
山

編
集
後
記

この資料

宮み
や

垣が
き

暢の
ぶ

丸ま
る

【 

巳 

と 

已 

】

Vol.5

　

新
年
を
迎
え
、
へ
び
年
に
な
り
ま
し
た
。

蛇
は
脱
皮
を
す
る
こ
と
か
ら
復
活
と
再
生
の

象
徴
と
さ
れ
、
縁
起
の
良
い
年
と
言
わ
れ
ま

す
。
今
年
は
干
支
で
い
う
と
「
乙

き
の
と

巳み

」
に
な

り
ま
す
が
、「
巳
」
は
年
代
を
示
す
語
と
し

て
書
画
作
品
の
落
款
に
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

【
画
像
１
】
の
よ
う
に
、
あ
ま
り
く
ず
れ
ず

原
型
の
ま
ま
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

　
　
　
こ
の
「
巳
」
と
非

常
に
似
て
い

て
、
間
違
い
や
す

い
の
が
「
已
」
と

い
う
字
で
す
【
画

像
２
】。〔
す
で
に
・

や
む
〕
な
ど
と
読

み
、「
巳
」
と
比
較
す
る
と
、
左
上
の
線
が

く
っ
つ
い
て
い
る
か
い
な
い
か
の
違
い
し
か

な
く
、
く
ず
し
方
や
字
形
で
見
分
け
る
こ
と

は
ほ
ぼ
出
来
ま
せ
ん
。「
巳
」
は
年
号
を
現

す
際
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、

「
已
」
に
は
文
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

の
で
、
文
意
か
ら
ど
ち
ら
か
推
測
す
る
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
紹
介
し
た
の
は
８
名
の
文
人
に
よ
る

合
作
《
扇
面
貼
交
屏
風
》
に
あ
る
高た

か

山や
ま

雪せ
っ

叟そ
う

作
の
山
水
図
。
雪
叟
は
豊
後
日
田
の
西さ

い

光こ
う

寺じ

の
住
職
で
、
画
を
長
崎
の
南
画
家
木き

の

下し
た

逸い
つ

雲う
ん

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

　

江
戸
時
代
ま
で
、
原
山
無む

量
り
ょ
う

寺じ

（
原
八
坊
）

を
中
心
に
太
宰
府
天
満
宮
の
祭さ

い

祀し

を
司
っ
て

い
た
社し

ゃ

家け

の
一
つ
、
常

じ
ょ
う

修
し
ゅ
う

坊ぼ
う

の
出
身
。
国

学
院
大
学
に
学
ん
だ
後
、
太
宰
府
天
満
宮
に

神
官
と
し
て
奉
職
し
、
連
歌
祈
祷
の
連れ

ん

衆じ
ゅ

を

務
め
た
ほ
か
、
優
れ
た
歌
や
書
の
才
を
活
か

し
て
多
く
の
作
品
を
残
し
た
。

で
揮き

毫ご
う

を
行
い
、 

暢
丸
は
和
歌
を
献
上
し
ま

し
た
。
天
満
宮
に
は
明
治
末
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
多
く
の
皇
族
が
訪
れ
ま
し
た
が
、

太
宰
府
の
絵
師
や
書
家
た
ち
は
、
そ
う
し
た

機
会
に
し
ば
し
ば
御
前
に
召
さ
れ
、
文
書
館

を
舞
台
に
揮
毫
の
栄
に
浴
し
ま
し
た
。

　

 

時
代
が
う
つ
り
、
昭
和
15
年
（
１
９
４
０
）

に
撮
影
さ
れ
た
写
真
に
は
、九
州
日
報
社
（
福

岡
市
中
島
町
）
へ
招
か
れ
た
大
勢
の
傷
病
兵
を

前
に
、
慰い

問も
ん

に
訪
れ
た
暢
丸
が
大
き
な
筆
で

揮
毫
を
す
る
姿
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
時

書
い
た
「
龍

り
ゅ
う

驤じ
ょ
う」

の
２
文
字
は
、
登
り
龍
の

よ
う
に
勢
い
盛
ん
な
さ
ま
を
表
す
漢
語
で
、

昭
和
６
年
に
進
水
し
た
航
空
母
艦
の
名
前
で

し
た
。
揮
毫
の
文
字
選
び
に
も
、
世
相
が
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
井
上
理
香
）

　

大
正
12
年
（
１
９
２
３
）
５
月
15
日
、

久く
に
の
み
や
く
に
よ
し
お
う

爾
宮
邦
彦
王
の
ご
一
家
が
太
宰
府
天
満
宮

に
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。
長
女
の
良な

が

子こ

女じ
ょ

王お
う

が
皇
太
子
妃
に
内
定
し
（
後
の
昭
和
天
皇
妃
）、

ご
成
婚
を
前
に
、
ご
家
族
揃
っ
て
西
日
本
を

巡
る
40
日
間
の
旅
に
出
ら
れ
、
太
宰
府
天
満

宮
に
も
お
越
し
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の

時
、
神
官
と
し
て
祓

は
ら
え

行
事
を
担
当
し
た
の
が

宮
垣
暢
丸
で
し
た
。
楼
門
前
で
の
修し

ゅ

祓ば
つ

に
続

き
、
文
書
館
に
場
所
を
移
し
て
、
萱か

や

島し
ま

秀
し
ゅ
う

山ざ
ん

、
吉よ

し

嗣つ
ぐ

鼓こ

山ざ
ん

、
藤ふ

じ

瀬せ

冠か
ん

邨そ
ん

と
と
も
に
御
前

慰問揮毫で「龍
りゅう

驤
じょう

」の二文字を
書く暢丸

【画像１】【画像２】

宮垣暢丸筆「飛梅」と
夫妻の記念写真

に
学
び
、
日
田
の
文
人
平ひ

ら

野の

五ご

岳が
く

と
も
親

交
が
あ
る
人
物
で
し
た
。

　

今
か
ら
１
２
０
年
前
の
明
治
38
年

（
１
９
０
５
）
も
「
乙
巳
」
年
で
す
が
、
当

時
は
日
露
戦
争
の
真
っ
只
中
。
山
水
図
の

賛
文
に
は
旅り

ょ

順
じ
ゅ
ん

湾
で
の
戦
い
に
つ
い
て
書

か
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
（
木
村
純
也
）

高山雪叟作　《山水図》
紙本墨画淡彩　扇面 18.9cm  最大幅 55.3cm
明治 38 年　吉嗣家資料


